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五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
室
は
、
前
左
大
臣
鷹

司
教
平
の
女
で
、
摂
政
房
輔
の
妹
で
あ
る
。
寛

文
四
年
（
一
六
六
四
）
江
戸
に
下
っ
て
綱
吉
に

嫁
し
た
が
子
供
は
な
か
っ
た
。
側
室
小
谷
氏
（
お

伝
、
の
ち
の
瑞
春
院
）
は
五
の
丸
殿
と
い
わ
れ
、

十
三
歳
の
年
か
ら
綱
吉
の
母
桂
昌
院
に
仕
え
て

い
た
が
、
い
つ
し
か
綱
吉
の
目
に
と
ま
り
、
延

宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に
鶴
姫
（
明
信
院
）
を
、

同
七
年
に
は
徳
松
を
生
ん
だ
。
そ
し
て
翌
八
年

に
は
本
丸
に
入
っ
た
。
し
か
し
徳
松
は
五
歳
で

早
世
し
た
た
め
世
嗣
が
な
か
っ
た
。 

 

天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
七
月
十
日
、
鶴
姫

は
紀
井
の
徳
川
綱
教
と
縁
組
が
決
ま
り
、
貞
享

二
年
（
一
六
八
五
）
二
月
二
十
二
日
輿
入
れ
し

た
。
満
七
歳
で
あ
っ
た
。
し
か
し
健
康
は
す
ぐ

れ
ず
、
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
四
月
十
二
日
、

二
十
六
歳
で
極
楽
に
旅
立
っ
た
。
綱
吉
に
は
、

他
の
側
室
に
も
子
供
が
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の

年
甲
府
に
い
た
兄
綱
重
の
子
綱
豊
を
迎
え
て
世

嗣
と
し
た
。
こ
れ
が
家
宣
で
あ
る
。 

 

祐
天
寺
に
は
、
鶴
姫
の
念
持
仏
が
現
存
す
る
。

タ
テ
一
五
セ
ン
チ
、
ヨ
コ
一
八
セ
ン
チ
の
三
折

に
さ
れ
た
も
の
で
、
中
央
は
鶴
姫
の
描
か
れ
た

弥
陀
三
尊

の
上
部
に

祐
天
上
人

が
十
念
の

名
号
を
書

き
、
下
部
に

「
祐
天
」
と

署
名
し
て

花
押
（
サ
イ

ン
）
を
書
い

た
も
の
で

あ
る
。
こ
の

三
尊
は
実
に
可
愛
ら
し
い
三
尊
仏
で
、
蓮
台
に

乗
っ
た
坐
像
で
あ
る
。
像
全
体
を
金
で
描
き
、

そ
の
上
に
墨
で
ふ
ち
ど
り
を
し
、
部
分
的
に
強

弱
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
円
い
光
背
は
一
層

童
顔
を
ひ
き
た
た
せ
る
。
子
供
の
と
き
か
ら
健

康
の
す
ぐ
れ
な
か
っ
た
鶴
姫
に
対
す
る
綱
吉
の

心
配
は
格
別
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
護
持
僧
の
隆

光
僧
正
や
快
意
上
人
に
祈

を
さ
せ
て
姫
の
安

全
を
祈
り
つ
づ
け
た
。
そ
の
か
い
あ
っ
て
か
鶴

姫
は
成
長
し
た
が
、
健
康
は
あ
ま
り
す
ぐ
れ
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
母
親
の
お
伝
の
方
は
藁
を
も

つ
か
む
心
境
と
な
り
、
祈

の
他
に
生
き
仏
と

し
て
あ
が
め
ら
れ
た
祐
天
上
人
に
頼
ん
で
そ
の

加
護
を
願
っ
た
。 

 

祐
天
上
人
の
お
伝
の
方
の
出
会
い
は
、
元
禄

十
年
ご
ろ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
以
前
か
ら
綱
吉

の
母
桂
昌
院
と
祐
天
上
人
と
の
関
係
は
深
い
。

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
自
然
に
お
伝
の
方
と
祐
天

上
人
と
の
関
係
も
密
接
に
な
り
、
江
戸
城
の
法

談
や
増
上
寺
の
法
談
に
も
参
加
す
る
よ
う
に
な

り
、
そ
の
度
に
念
仏
信
仰
を
深
め
て
い
っ
た
。

そ
し
て
つ
い
に
は
、
祐
天
上
人
の
す
ば
ら
し
い

説
教
に
敬
服
し
、
自
ら
上
人
が
説
法
さ
れ
る
姿

の
人
形
を
作
り
、
桃
の
節
句
に
雛
壇
に
飾
っ
て

ご
馳
走
す
る
と
う
有
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
お
伝
の
方
の
帰
依
さ
れ
た
根
底
に
は
、
単
に

念
仏
の
教
義
が
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
ば
か
り
で

は
な
く
、
祐
天
上
人
の
ご
利
益
に
よ
っ
て
、
た

っ
た
一
人
残
さ
れ
た
鶴
姫
の
命
を
護
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
信
仰
に
明
け
く
れ
る
環
境
に
育
っ
た

鶴
姫
も
、
い
つ
し
か
念
仏
信
仰
に
ひ
か
れ
て
い

っ
た
。
だ
か
ら
自
然
と
阿
弥
陀
三
尊
を
描
く
ま

で
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三
尊
は
成
人
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さ
れ
て
か
ら
描
か
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

絵
全
体
が
ど
こ
と
な
く
子
供
ら
し
い
雰
囲
気
が

た
だ
よ
っ
て
い
る
。
三
尊
の
顔
も
童
顔
で
、
と

く
に
観
音
・
勢
至
の
二
菩
薩
は
、
あ
ど
け
な
い

姿
が
残
っ
て
い
る
。
い
か
な
る
人
の
目
に
も
、

可
愛
い
い
仏
様
と
い
う
感
じ
を
与
え
る
に
相
違

な
い
。
自
分
の
描
い
た
絵
に
祐
天
上
人
の
お
名

号
を
書
き
そ
え
て
も
ら
っ
た
の
は
、
鶴
姫
自
信

の
希
望
に
よ
る
も
の
か
、
母
お
伝
の
方
の
所
望

に
よ
る
も
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ

に
し
て
も
鶴
姫
は
こ
れ
を
念
持
仏
と
し
て
肌
身

離
さ
ず
持
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
す
が

に
表
装
の
と
き
に
着
せ
ら
れ
た
着
物
は
す
ば
ら

し
い
。 

 

三
つ
折
念
持
仏
の
右
側
に
は
祐
天
上
人
の
小

幅
名
号
（
小
さ
な
お
名
号
）
が
つ
い
て
い
る
。

さ
ら
に
名
号
の
右
に
は
「
天
下
和
順
」
、
左
に
は

「
日
月
清
明
」
と
い
う
『
無
量
寿
経
』
の
中
に

出
て
く
る
一
句
が
書
き
そ
え
ら
れ
、
下
部
の
「
祐

天
（
花
押
）」
と
あ
る
右
に
「
大
仏
」
と
い
う
丸

印
が
お
さ
れ
て
い
る
。
大
仏
と
あ
る
か
ら
に
は
、

鎌
倉
大
仏
を
復
興
さ
れ
た
後
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
大
仏
の
復
興
は
正
徳
二
年
（
一

七
一
二
）
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
名
号
は
鶴
姫
の

な
く
な
ら
れ
た
六
年
後
以
上
に
書
か
れ
た
も
の

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
当
初
か
ら
三
尊

仏
の
右
側
に
は
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、

後
に
な
っ
て
は
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

左
側
の
名
号
は
、
祐
天
寺
二
世
（
事
実
上
は

開
山
上
人
）
祐
海
上
人
の
名
号
で
あ
る
。
鶴
姫

の
三
尊
仏
を
は
さ
ん
で
、
あ
た
か
も
観
音
・
勢

至
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
名
号

の
左
側
に
、「
こ
の
弥
陀
三
尊
は
、
明
信
院
様
（
鶴

姫
）
の
御
筆
な
り
、
御
形
見
と
し
て
こ
れ
を
拝

領
す
。
香
誉
祐
海
（
花
押
）」
と
あ
り
、
祐
海
上

人
が
鶴
姫
の
形
見
と
し
て
拝
領
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
祐
海
上
人
は
お
伝
の
方
の

作
ら
れ
た
長
悦
の
像
を
、
陽
春
院
香
青
か
ら
も

ら
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
念
持
仏
も
あ
る
い
は

陽
春
院
か
ら
も
ら
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
三
折
の
念
持
仏
は
、
最
初

は
中
央
の
三
尊
仏
だ
け
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の

後
左
右
に
祐
天
上
人
と
祐
海
上
人
の
小
幅
名
号

を
は
り
つ
け
て
表
装
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。 

 

宝
永
元
年
四
月
十
五
日
、
鶴
姫
は
増
上
寺
に

埋
葬
さ
れ
た
。
法
名
は
明
信
院
殿
澄
誉
恵
鑑
光

耀
大
姉
、
葬
儀
は
増
上
寺
の
雲
臥
大
僧
正
が
導

師
と
な
っ
て
行
わ
れ
た
。
や
が
て
夫
綱
教
は
鑑

蓮
社
を
建
て
、
白
泉
を
別
当
職
に
命
じ
て
鶴
姫

の
供
養
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
生
前
三
尊
仏

を
描
い
て
念
持
仏
と
し
た
鶴
姫
は
、
間
違
い
な

く
極
楽
世
界
に
往
生
し
、
蓮
の
台
で
朝
夕
た
む

け
ら
れ
る
念
仏
を
聞
き
な
が
ら
安
ら
い
だ
こ
と

で
あ
ろ
う
。
鶴
姫
の
念
持
仏
は
、
ど
こ
と
な
く

そ
の
姿
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。 


